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環
境
問
題
に
対
す
る
仏
教
の
取
り
組
み

山
本
修
一

１　

は
じ
め
に

　

環
境
問
題
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
地
球
規
模
の
も
の
に

は
、
地
球
の
温
暖
化
、
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
、
森
林
破
壊
、
生
物

多
様
性
の
減
少
、
砂
漠
化
、
酸
性
雨
、
海
洋
汚
染
な
ど
、
ま
た

人
間
の
生
活
に
関
わ
る
も
の
に
は
、
環
境
ホ
ル
モ
ン
、
農
薬
・

食
品
添
加
物
の
問
題
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
問
題
も
現
在
お

よ
び
近
未
来
の
人
類
の
生
存
基
盤
の
破
壊
を
意
味
す
る
こ
と
か

ら
、
現
在
の
世
界
の
中
心
的
な
課
題
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

　

環
境
問
題
に
対
し
て
様
々
な
対
応
策
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

基
本
的
に
は
原
因
の
究
明
と
技
術
の
発
展
に
よ
る
対
策
、
お
よ

び
人
間
活
動
の
抑
制
に
よ
る
対
策
に
分
け
ら
れ
る
。
し
か
し
宗

教
は
、
科
学
技
術
と
全
く
同
様
の
立
場
か
ら
こ
れ
ら
の
課
題
に

直
接
関
わ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
宗
教
が
関
わ
る
と
す
れ

ば
、
人
間
活
動
の
抑
制
を
可
能
に
す
る
方
法
の
検
討
や
そ
の
実

践
、
す
な
わ
ち
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
価
値
観
の
転
換
、
ま
た
環

境
倫
理
の
在
り
方
の
検
討
や
倫
理
意
識
の
醸
成
、
ま
た
さ
ら
に

大
き
な
立
場
で
は
文
明
の
在
り
方
の
検
討
や
転
換
で
あ
り
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
積
極
的
な
関
与
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
環
境
問
題
は
人
間
お
よ
び
生
物
（
衆
生
）
に
と
っ
て
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生
存
の
危
機
で
あ
り
、
そ
れ
は
衆
生
に
と
っ
て
苦
悩
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
苦
悩
を
取
り
除
く
こ
と
は
仏
教
と
し
て
当
然

の
使
命
で
あ
る
と
の
基
本
的
な
認
識
に
立
ち
、
そ
の
上
で
、「
仏

教
は
ど
の
よ
う
に
環
境
問
題
の
解
決
に
関
わ
る
こ
と
が
可
能
か
」

に
つ
い
て
、
種
々
検
討
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
仏
教
に
お

け
る
自
然
観
、
環
境
観
、
仏
教
か
ら
み
た
環
境
問
題
の
原
因
や

問
題
の
性
格
（
１
）、
仏
教
に
お
け
る
戒
律
の
意
義
（
２
）、
仏
教
か
ら
み
た

文
明
の
在
り
方
（
３
）、
仏
教
に
お
け
る
環
境
教
育
や
環
境
倫
理
の
在

り
方
（
４
）、
な
ど
で
あ
る
。

　

本
論
文
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
俯
瞰
し
な
が

ら
、
仏
教
の
立
場
か
ら
環
境
問
題
を
解
決
へ
と
導
く
上
で
の
視

点
と
し
て
、
①
環
境
問
題
の
認
識
、
②
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
見

直
し
、
③
問
題
の
解
決
に
向
け
て
の
実
践
・
行
動
、
に
つ
い
て

述
べ
た
い
。

　

２　

環
境
問
題
の
認
識

　

環
境
問
題
は
多
く
の
人
々
に
問
題
を
共
有
し
て
も
ら
う
必
要

が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
問
題
の
現
状
や
そ

の
原
因
を
深
く
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
問
題
の
現
状

認
識
は
、
科
学
に
よ
る
探
求
の
成
果
以
外
に
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
原
因
に
つ
い
て
は
、
人
間
活
動
に
よ
る
物
質
循
環
や
物
質

の
移
動
と
い
っ
た
科
学
の
立
場
か
ら
の
究
明
だ
け
で
な
く
、
そ

の
人
間
活
動
を
引
き
起
こ
す
社
会
的
あ
る
い
は
人
間
的
な
要
素

か
ら
の
解
明
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
仏
教
は
環
境
問

題
の
原
因
に
つ
い
て
考
察
が
可
能
に
な
る
。
ま
た
、
仏
教
は
人

間
の
一
層
深
い
視
点
か
ら
問
題
を
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
そ
の
変
革
の
原
理
を
示
す
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、

環
境
観
や
自
然
観
と
し
て
、
環
境
や
自
然
の
意
義
、
役
割
を
知

る
こ
と
も
環
境
・
自
然
を
適
正
に
保
つ
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

（
１
）
生
命
の
平
等
性
と
共
生
の
思
想

　

人
間
や
生
物
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
は
、
現
在
の
先
進
国

と
途
上
国
と
の
経
済
的
な
格
差
の
是
正
、
生
物
多
様
性
の
確
保

と
い
っ
た
環
境
倫
理
に
お
け
る
課
題
を
考
え
る
上
で
重
要
な
視

点
を
提
供
す
る
。
そ
の
点
仏
教
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
も
ま
た

生
物
も
す
べ
て
の
「
生
命
」
は
、
そ
の
成
り
立
ち
と
「
生
命
」

の
理
想
的
な
在
り
方
は
同
様
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
仏
教
に

お
け
る
「
生
命
」
と
い
う
概
念
は
、
生
物
を
構
成
す
る
物
質
的
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な
側
面
を
支
え
る
根
源
的
な
力
、
い
わ
ば
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

指
し
て
い
る
概
念
で
あ
る
。

　

仏
教
に
お
け
る
人
間
、
生
物
お
よ
び
自
然
の
成
り
立
ち
を
捉

え
る
概
念
の
一
つ
は
、「
縁
起
」
で
あ
る
（
５
）。「
縁
起
」
の
概
念
に
は
、

い
か
な
る
存
在
も
独
立
に
存
在
し
た
り
、
ま
た
生
成
す
る
と
い

う
こ
と
は
な
く
、
条
件
や
関
係
の
上
に
の
み
成
立
、
生
成
す
る

と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
存
在
論
的
関
係
性

（
空
間
的
関
係
性
）
と
生
成
論
的
関
係
性
（
時
間
的
関
係
性
）
で
あ
る
。

個
別
の
そ
れ
の
み
で
存
在
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て

独
立
の
実
体
は
認
め
ず
、
現
象
と
し
て
現
れ
る
も
の
は
、
上
下

の
差
別
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
相
依
相
関
の
関
係
性
の
中

に
現
れ
る
も
の
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
に
仏
教
に
お
け
る
現
象

の
捉
え
方
の
特
徴
が
あ
る
。

　

縁
起
と
し
て
の
自
然
・
環
境
認
識
は
現
在
の
生
態
学
の
捉
え

方
と
類
似
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
ど
こ
か
で
連
な
っ
て

い
る
と
の
認
識
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
や
生
物
の
多
様

性
の
維
持
と
あ
ら
ゆ
る
人
間
お
よ
び
生
物
と
の
共
生
の
原
理
こ

そ
自
ず
と
、
こ
の
世
界
を
維
持
す
る
た
め
の
第
一
の
原
理
に
な

る
。
こ
れ
が
仏
教
的
な
認
識
の
す
べ
て
の
底
流
を
な
し
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
の
仏
教
の
視
点
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
は
輪
廻
す
る

こ
と
、
ま
た
人
間
お
よ
び
生
物
の
理
想
的
な
在
り
方
は
、
成
仏

す
る
こ
と
（
６
）で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
生

物
は
ま
っ
た
く
同
じ
「
生
命
」
を
も
ち
、
そ
れ
は
輪
廻
転
生
す
る

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
理
想
的
な
在
り
方
は
す
べ
て
の
「
生
命
」
に

お
い
て
仏
教
に
お
け
る
最
も
理
想
的
な
生
命
状
態
で
あ
る「
仏
界
」

を
現
出
で
き
る
（
成
仏
す
る
）
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
原

理
的
に
平
等
で
あ
る
と
捉
え
る
と
こ
ろ
も
仏
教
の
特
徴
で
あ
る
。

（
２
）
生
命
お
よ
び
環
境
の
一
体
性
と
変
革
の
原
理

　

環
境
と
い
う
概
念
は
、
中
心
に
据
え
る
主
体
と
そ
の
環
境
と

い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
仏
教
に
お
け
る
環
境
観
は
、
生
態

学
的
な
現
象
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
生
物
の
つ
な
が
り
を
捉
え

る
だ
け
で
な
く
、「
生
命
」
の
深
層
に
お
け
る
捉
え
方
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
業
」
の
現
れ
と
し
て
の
主
体
と
環
境
を
捉
え
る
視
点

で
あ
る
。

　

主
体
と
環
境
の
関
係
を
表
す
概
念
と
し
て
仏
教
に
は
、「
依
正

不
二
」
が
あ
る
（
７
）。「
依
正
不
二
」
は
「
依
報
」「
正
報
」
と
「
不
二
」

と
い
う
概
念
か
ら
な
る
。「
正
報
」
と
は
主
体
と
な
る
も
の
、「
依
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報
」
と
は
そ
の
環
境
を
指
す
。「
不
二
」
は
、
現
象
と
し
て
は
二

つ
の
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
が
、
そ
の
真
相
は
一
つ
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

依
報
・
正
報
が
現
象
と
し
て
は
個
別
に
顕
現
す
る
が
、
根
元
（
唯

識
論
に
お
け
る
第
八
識
の
阿
頼
耶
識（８
））
に
お
い
て
は
一
体
不
二
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

こ
の
根
源
の
一
体
不
二
な
る
も
の
が
、
生
命
の
深
層
に
あ
る

阿
頼
耶
識
に
蓄
積
さ
れ
た
「
業
」
で
あ
る
。
業
は
共
業
、
不
共

業
の
二
種
類
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
共
業
と
は
、
他
者
と
共
有
す

る
業
、不
共
業
と
は
他
者
と
共
有
し
な
い
業
の
こ
と
を
指
す
。『
阿

毘
達
磨
順
正
理
論
』
に
は
、「
山
川
大
地
等
は
共
業
か
ら
生
じ
、

有
情
の
身
は
不
共
業
か
ら
生
ず
る
　
（
９
）」
と
の
意
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
個
々
の
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
の
も
つ
不
共
業
の
所
産

で
あ
り
、
山
川
大
地
の
自
然
環
境
は
人
間
の
共
業
、
す
な
わ
ち

人
類
全
体
の
共
通
の
業
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、「
依
正
不
二
」
に
お
け
る
「
依
報
」
は
「
共
業
」

の
果
報
で
あ
り
、「
正
報
」
は
「
不
共
業
」
の
果
報
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
主
体
と
環
境
は
根
源
的
に
不
二
な
る
「
業
」
が

果
報
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
顕
現
し
た
も
の
と
い
う
意
味
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
主
体
と
環
境
は
根
源
に
お
い
て
一
体
不
二
な
る
も

の
と
仏
教
で
は
捉
え
て
い
る
。

　

こ
の
原
理
は
、
環
境
問
題
の
原
因
を
自
己
の
「
生
命
」
の
深

層
に
存
在
す
る
「
業
」
に
求
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
け
で

な
く
、
同
時
に
主
体
と
環
境
の
変
革
の
原
理
と
な
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
主
体
で
あ
る
人
間
の
「
業
」
の
変
革
に
よ
り
、
主
体
で
あ

る
個
々
の
人
間
の
変
革
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
同
時
に
共
業
の

変
革
、
す
な
わ
ち
環
境
の
変
革
を
も
可
能
に
す
る
原
理
と
も
な

る
か
ら
で
あ
る
。
地
球
科
学
で
は
、
近
年
、
生
物
と
環
境
は
お

互
い
に
密
接
に
相
互
作
用
し
な
が
ら
、
と
も
に
進
化
し
て
き
た

と
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は
「
生
命
と
地
球
の
共
進
化
」
と
い
う

概
念
で
あ
る
（
10
）。

科
学
で
は
物
理
的
な
側
面
に
お
け
る
「
生
命
と

地
球
の
共
進
化
」
で
あ
る
が
、
仏
教
で
は
物
理
的
側
面
だ
け
で

な
く
、
そ
の
根
源
の
「
生
命
」
の
レ
ベ
ル
で
の
「
共
進
化
」
の

意
味
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

３　

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
見
直
し

　

次
に
、
環
境
問
題
の
解
決
に
対
し
て
我
々
は
ど
の
よ
う
な
生

き
方
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
を
考
え
る
必
要
が
生
ま
れ
て
く
る
。
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す
な
わ
ち
生
き
方
の
見
直
し
で
あ
る
。
仏
教
に
お
け
る
人
間
の

生
き
方
の
見
直
し
に
は
、
他
の
生
物
や
世
界
の
人
々
、
ま
た
将

来
生
ま
れ
て
く
る
人
々
を
含
む
他
者
に
対
す
る
倫
理
意
識
、
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
見
直
し
お
よ
び
自
己
の
欲
望
の
在
り
方
の
検

討
が
要
求
さ
れ
る
。

（
１
）
生
物
に
対
す
る
倫
理
お
よ
び
地
球
倫
理

　

仏
教
に
お
い
て
人
間
お
よ
び
生
物
の
他
者
に
対
す
る
倫
理
を

考
え
る
際
、
縁
起
の
智
慧
と
中
道
の
智
慧
が
重
要
で
あ
る
。
縁

起
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
縁
起
は
空
間
的
な
つ

な
が
り
と
時
間
的
な
つ
な
が
り
を
指
す
。
縁
起
か
ら
考
え
た
場

合
、
人
間
の
自
然
に
対
す
る
倫
理
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ
ら
ゆ
る
生
物
は
他
の
生
物
や
無
機
的
な
自
然
と
の
関
係
性
が

あ
っ
て
こ
そ
生
存
で
き
る
こ
と
か
ら
、
関
係
性
を
断
つ
よ
う
な

人
間
の
行
為
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
の
立
場
か
ら
は

否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
際
、
生
物
の
多
様
性
を
保
持
す
る
上
か
ら
考
慮
す
べ
き

こ
と
は
、
個
々
の
生
物
の
存
続
を
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
種
あ

る
い
は
生
態
系
の
レ
ベ
ル
で
の
存
続
を
考
え
る
か
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
（
11
）の

よ
う
に
個
々
の
生
命
を
尊

重
す
る
立
場
と
、
レ
オ
ポ
ル
ド
（
12
）の

よ
う
に
生
態
系
の
よ
う
な
シ

ス
テ
ム
の
安
定
性
の
確
保
を
重
視
す
る
立
場
が
あ
る
。
こ
の
問

い
か
け
は
、
環
境
倫
理
学
に
お
け
る
生
命
中
心
主
義
の
問
い
と

同
様
の
も
の
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
仏

教
の
中
道
の
智
慧
の
考
え
方
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。

　

典
型
的
な
中
道
の
考
え
方
は「
苦
楽
中
道
」に
表
さ
れ
て
い
る
。

苦
楽
中
道
は
、
釈
迦
の
修
行
の
仕
方
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
、

快
楽
主
義
も
苦
行
主
義
も
ど
ち
ら
も
決
定
的
に
否
定
も
し
な
い

し
、
ま
た
ど
ち
ら
も
決
定
的
に
肯
定
も
し
な
い
立
場
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
中
道
は
、
ど
ち
ら
の
価
値
も
認
め
、
な
お
か
つ
偏

ら
ず
、
調
和
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、

ど
ち
ら
を
と
る
か
と
い
う
問
い
を
立
て
な
い
こ
と
、
ま
た
一
方

を
切
り
捨
て
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
中
道
の
考
え
方
と
縁
起
の
考
え
方
か
ら
、
仏
教
は
状
況

倫
理
と
し
て
の
立
場
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
仏
教
は

あ
ら
ゆ
る
生
物
の
平
等
性
を
主
張
す
る
こ
と
か
ら
生
命
中
心
主

義
で
あ
る
が
、
個
々
の
生
命
を
尊
重
す
る
か
、
そ
れ
と
も
種
と

し
て
、
あ
る
い
は
生
態
系
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
尊
重
す
る
か
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と
い
う
意
味
で
は
、
そ
れ
は
状
況
に
お
い
て
考
え
て
い
く
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
仏
教
の
「
慈
悲
」

と
「
不
殺
生
」
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
平
等
性
を
主
張
す

る
仏
教
で
は
、「
慈
悲
」
と
「
不
殺
生
」
は
当
然
あ
ら
ゆ
る
生
物

に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
仏
教
は
状
況
倫
理
と
し
て
の
対
応
を
考

え
る
が
、
ど
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
も
貫
か
れ
て
い
る
こ

と
は
、「
慈
悲
」
と
「
不
殺
生
」
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
「
縁
起
」「
中
道
」「
慈
悲
」「
不
殺
生
」
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
の
状
況
を
考
慮
し
な
が
ら
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に

は
、
座
礁
し
た
タ
ン
カ
ー
に
よ
っ
て
流
れ
出
た
オ
イ
ル
に
ま
み

れ
た
海
鳥
を
見
捨
て
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
し
、
瀕
死
の
状
況

に
あ
る
動
物
を
救
済
す
る
こ
と
に
努
力
す
る
こ
と
は
当
然
の
帰

結
と
し
て
出
て
く
る
。
し
か
し
一
方
で
、
増
え
す
ぎ
た
カ
モ
シ

カ
や
サ
ル
の
個
体
数
を
調
整
す
る
こ
と
も
場
合
に
よ
っ
て
は
あ

り
得
る
。
仏
教
は
基
本
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
生
物
を
尊
重
す
る
が
、

特
定
の
生
物
種
が
増
え
す
ぎ
た
た
め
に
他
の
生
物
種
が
絶
滅
し

た
り
す
る
よ
う
な
状
況
で
は
、
そ
の
生
物
種
の
存
続
お
よ
び
生

態
系
の
調
和
を
保
つ
た
め
に
増
え
す
ぎ
た
種
の
個
体
数
を
調
整

す
る
こ
と
も
否
定
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
駆
除
の
仕

方
は
「
慈
悲
」「
不
殺
生
」
の
立
場
か
ら
、
で
き
る
限
り
殺
生
を

伴
わ
な
い
方
法
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
避
妊
や
メ

ス
・
オ
ス
の
隔
離
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
活
動
に
よ
る
生
物
量
の
減
少
や
生

物
種
の
絶
滅
は
、
生
態
系
の
安
定
性
を
損
な
い
、
ま
た
他
の
種

に
そ
の
影
響
が
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
行
為
は
最
も
否
定

す
べ
き
対
象
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
球
倫
理
の
よ
う
に
グ

ロ
ー
バ
ル
な
立
場
か
ら
は
、
生
物
種
の
保
全
と
地
球
生
態
系
の

安
定
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

も
う
一
つ
、
環
境
問
題
を
地
球
全
体
に
お
け
る
利
益
・
不
利

益
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
（
13
）。

環
境

問
題
を
生
み
出
し
て
い
る
人
間
活
動
に
は
常
に
利
益
・
不
利
益

が
伴
う
。
こ
れ
に
は
、
先
進
国
、
途
上
国
お
よ
び
自
然
（
生
物
お

よ
び
無
機
的
な
も
の
も
含
む
）
の
三
つ
の
構
図
を
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
こ
こ
で
の
利
益
・
不
利
益
は
、
自
然
も
含
め
て
考
え
て
い

る
こ
と
か
ら
、
特
別
経
済
的
な
利
益
・
不
利
益
の
こ
と
だ
け
を

指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
人
間
の
社
会
に
お
け

る
利
益
・
不
利
益
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
経
済
の
こ
と
を
指

し
て
い
る
。
経
済
は
環
境
問
題
に
あ
っ
て
考
慮
す
べ
き
重
要
な
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要
素
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
環
境
の
改
善

に
は
、
経
済
的
に
豊
か
な
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
人
間
が
自
然
の
魚
を
捕
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間

は
利
益
を
得
る
こ
と
に
な
る
が
、
自
然
は
不
利
益
を
こ
う
む
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
別
の
観
点
で
は
、
先
進
国
は
、
途
上
国
か

ら
木
材
や
鉱
物
資
源
な
ど
多
く
の
自
然
資
源
を
得
て
い
る
。
こ

の
場
合
に
は
、
先
進
国
は
利
益
を
得
て
、
途
上
国
は
対
価
を
得

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
不
十
分
な
場
合
、
む
し
ろ
不
利
益

の
方
が
大
き
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
利
益
は
常
に
先
進
国
に

傾
き
、
反
対
に
不
利
益
は
常
に
自
然
に
傾
い
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、地
球
は
閉
じ
た
空
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
人
間
が
自
然
資
源
を
得
た
り
、
資
源
を

利
用
す
る
活
動
を
行
う
限
り
、
自
然
の
破
壊
が
常
に
付
き
ま
と

う
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
環
境
問
題
を
考
え
る
際
、「
中
道
」

か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
あ
る
い
は
不
利
益
と
い
う
も

の
を
認
め
て
、
利
益
・
不
利
益
と
い
う
も
の
を
、
い
か
に
平
等
に
、

調
和
的
に
配
分
す
る
か
、
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
地
球

倫
理
と
し
て
は
、
先
進
国
は
利
益
を
途
上
国
や
自
然
に
還
元
し
、

そ
し
て
不
利
益
を
先
進
国
は
受
け
取
る
、
あ
る
い
は
途
上
国
や

自
然
の
不
利
益
を
低
減
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体

的
に
は
、自
然
に
対
し
て
は
、生
息
場
所
を
十
分
確
保
す
る
こ
と
、

あ
る
い
は
種
が
継
続
し
、
繁
栄
す
る
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
が

利
益
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
２
）
精
神
文
明
と
適
切
な
欲
望
の
在
り
方

　

地
球
の
温
暖
化
と
い
っ
た
環
境
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
最
大

の
問
題
点
は
、
地
球
と
い
う
有
限
な
物
質
系
に
お
い
て
人
類
を

支
え
て
い
く
た
め
に
必
要
な
物
質
の
消
費
が
多
す
ぎ
る
こ
と
で

あ
る
。
現
在
問
題
に
な
っ
て
い
る
温
暖
化
の
原
因
は
、
主
に
様
々

な
人
間
活
動
に
よ
っ
て
排
出
さ
れ
て
い
る
二
酸
化
炭
素
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
二
酸
化
炭
素
は
有
機
物
に
由
来
す
る
。
人
間
が
利

用
し
て
い
る
食
料
、
衣
類
、
種
々
の
燃
料
、
木
材
な
ど
の
建
材

や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の
製
品
は
、
い
ず
れ
も
有
機
物
で
あ
っ

て
、
こ
れ
ら
の
最
終
的
な
生
成
物
は
二
酸
化
炭
素
で
あ
る
。
ゆ

え
に
人
間
が
利
用
す
る
有
機
物
量
を
減
ら
す
こ
と
が
至
上
命
題

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
人
口
の
増
加
や
生

活
の
向
上
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
で
有
機
物
の
消
費
が
増
加

し
て
い
る
。
こ
れ
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
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し
か
し
消
費
を
減
ら
さ
な
け
れ
ば
近
い
将
来
様
々
な
面
に
お
い

て
、
そ
の
影
響
が
現
れ
て
く
る
こ
と
は
必
至
の
状
況
で
あ
る
。

　

問
題
は
、
消
費
速
度
で
あ
る
。
消
費
速
度
が
高
い
た
め
に
、

自
然
、
特
に
陸
上
植
物
や
海
洋
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
に
よ
る
光
合
成

で
処
理
で
き
な
い
二
酸
化
炭
素
量
が
大
気
中
に
残
存
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
消
費
速
度
を
減
少
さ
せ
る
し
か
方
法
は
な
い
。
そ

の
方
法
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
一
つ
は
、
技
術
的
に
少

な
い
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
で
人
間
活
動
を
維
持
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
努
力
は
日
々
、行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
限
界
も
あ
る
。

　

ゆ
え
に
も
う
一
つ
の
方
法
、
人
間
に
よ
る
消
費
を
落
と
す
方

法
、
す
な
わ
ち
人
間
活
動
を
抑
制
す
る
し
か
な
い
。
そ
こ
で
問

題
は
、
人
間
の
消
費
活
動
の
根
底
に
あ
る
欲
望
を
い
か
に
抑
制

す
る
か
で
あ
る
。
欲
望
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
避
け
て
き
た
き

ら
い
が
あ
る
。
現
代
文
明
は
科
学
技
術
文
明
で
あ
り
、
そ
の
成

果
と
し
て
生
産
さ
れ
る
も
の
は
、
常
に
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
。

人
間
に
と
っ
て
の
豊
か
さ
は
物
質
的
な
豊
か
さ
で
あ
り
、
そ
れ

を
測
る
指
標
は
経
済
で
あ
る
。
そ
の
た
め
経
済
的
な
発
展
を
常

に
命
題
と
し
て
位
置
付
け
て
き
た
人
類
は
、
経
済
活
動
を
支
え

る
欲
望
を
抑
制
す
る
問
題
を
避
け
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
。
つ

ま
り
欲
望
を
常
に
刺
激
し
、
消
費
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
常
に
経
済
的
な
発
展
を
維
持
し
、
そ
の
一
方
で
排
出
さ
れ
る

二
酸
化
炭
素
な
ど
を
減
ら
す
方
法
の
開
発
に
努
力
し
て
き
た
わ

け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
至
っ
て
、
そ
の
方
法
は
資
源
の
枯

渇
問
題
お
よ
び
環
境
問
題
を
契
機
に
破
綻
し
つ
つ
あ
る
。

　

仏
教
は
欲
望
の
在
り
方
こ
そ
人
間
の
最
も
大
き
な
問
題
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。
資
源
の
枯
渇
問
題
を
含
め

て
環
境
問
題
の
解
決
を
考
え
る
際
、
人
間
の
欲
望
の
在
り
方
に

お
い
て
二
つ
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
、

物
質
に
対
す
る
欲
望
を
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

欲
望
の
向
く
方
向
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

人
間
の
欲
望
に
は
、
生
理
的
、
物
質
的
、
精
神
的
な
も
の
が

あ
る
。
生
理
的
欲
望
、
た
と
え
ば
睡
眠
欲
、
食
欲
、
性
欲
は
中

枢
神
経
系
や
年
齢
な
ど
に
よ
っ
て
調
節
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に

物
質
的
欲
望
は
無
限
に
拡
大
す
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
仏
教
で
は
欲
望
の
起
こ
る
原
因
か
ら
探
求
し
、
そ
の
欲

望
を
制
御
し
、
適
正
な
欲
望
の
在
り
方
を
追
究
し
て
い
る
。
古

代
イ
ン
ド
の
仏
教
僧
・
世
親
は
、
欲
望
は
根
元
的
自
我
と
し
て
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の
末
那
識
（
生
命
の
深
層
に
あ
る
）
に
お
け
る
「
我
」
へ
の
執
着

か
ら
生
じ
る
と
説
い
て
い
る
（
14
）。「

我
」
へ
の
執
着
が
無
意
識
的
な

自
我
の
根
底
か
ら
働
き
か
け
て
、
人
間
の
行
動
を
つ
き
動
か
し

て
ゆ
く
と
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
分
の
気
に
入
っ
た
も
の

を
貪
り
、
執
着
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
執
着
は
、
感

覚
器
官
で
あ
る
眼
、
耳
、
鼻
、
舌
、
身
（
五
識
）
の
捉
え
る
物
質

へ
の
執
着
と
、
そ
れ
が
幸
福
へ
と
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
方
（
固

定
観
念
：
悪
見
）
へ
の
執
着
と
な
る
。
し
か
し
現
実
に
は
こ
の
よ

う
な
執
着
は
幸
福
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
執
着
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

満
足
感
は
得
ら
れ
ず
、
欲
求
不
満
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
が
際
限
の
な
い
物
質
へ
の
欲
望
と
な
る
。

　

そ
こ
で
大
乗
仏
教
で
は
、「
我
」
に
対
す
る
執
着
を
離
れ
る
方

法
と
し
て
「
生
命
」
根
源
の
宇
宙
的
「
大
我
」（
第
九
識
の
根
本
清

浄
識
）
と
の
融
合
と
、
物
質
に
対
す
る
執
着
を
離
れ
る
方
法
と
し

て
感
覚
器
官
に
そ
な
わ
る
能
力
を
清
浄
化
す
る
こ
と
を
説
い
て

い
る
。
こ
れ
は
現
実
的
に
は
、『
仏
遺
教
経
』
に
「
知
足
の
法
は

即
ち
是
れ
富
楽
安
穏
の
處
、
知
足
の
人
は
、
地
上
に
臥
す
と
雖

も
猶
安
楽
為
り
」「
不
知
足
の
者
は
富
む
と
雖
も
而
も
貧
し
（
15
）」

と

あ
る
よ
う
に
、「
知
足
即
ち
富
楽
」
で
あ
り
、「
不
知
足
即
ち
貧
し
」

と
す
る
価
値
観
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

価
値
観
を
人
類
が
共
有
す
る
こ
と
、
特
に
先
進
国
の
人
々
が
体

現
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
足
る
を
知
る
」
実

践
が
、
物
質
に
対
す
る
欲
望
を
制
御
す
る
倫
理
性
の
基
軸
と
な

る
と
考
え
る
。

　

物
質
的
な
消
費
を
少
く
す
る
た
め
の
も
う
一
つ
の
方
法
は
、

欲
望
の
趣
く
方
向
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
欲
望
を
物

質
的
な
豊
か
さ
を
求
め
る
方
向
で
は
な
く
、
精
神
的
な
豊
か
さ

を
求
め
る
方
向
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
物
質
的
な
豊
か

さ
を
求
め
る
こ
と
の
際
限
の
な
さ
は
、
直
接
的
に
資
源
の
枯
渇

や
環
境
の
悪
化
と
結
び
つ
く
。
し
か
し
精
神
的
な
豊
か
さ
を
求

め
る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
際
限
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、

少
な
く
と
も
資
源
の
浪
費
や
環
境
破
壊
を
助
長
す
る
こ
と
は
な

い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
ベ
ク
ト
ル

の
向
き
は
、
物
質
的
な
方
向
で
は
な
く
、
精
神
的
な
方
向
に
向

か
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
の
人
生
観
や
幸

福
観
と
関
わ
る
。
仏
教
に
お
け
る
修
行
の
目
的
は
、
成
仏
、
す

な
わ
ち
人
間
の
生
き
方
の
完
成
で
あ
る
。
そ
れ
は
精
神
的
な
人

間
の
完
成
と
慈
悲
を
堅
持
し
た
行
動
の
完
成
で
あ
る
。
い
ず
れ
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に
し
て
も
、
欲
望
を
制
御
す
る
こ
と
、
お
よ
び
欲
望
を
精
神
的

な
豊
か
さ
を
求
め
る
方
向
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
は
、
環
境
問
題

を
解
決
す
る
上
で
大
き
な
意
義
を
も
つ
。

４　

問
題
の
解
決
に
向
け
て
の
実
践
・
行
動

　

環
境
倫
理
学
者
の
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
＝
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
は
、「
人

類
は
科
学
や
科
学
技
術
の
領
域
に
つ
い
て
は
有
能
で
あ
る
け
れ

ど
、
倫
理
的
な
思
考
や
意
思
決
定
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
悲

惨
と
も
言
え
る
ほ
ど
無
能
だ
（
16
）」

と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
環

境
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
世
界
の
多
く

の
人
が
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
人
間
は
な
か
な

か
理
想
的
に
は
動
い
て
く
れ
な
い
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
ど
う
し
た
ら
理
想
的
に
行
動
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
る
か

が
重
要
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
環
境
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の

実
践
を
継
続
で
き
る
か
ど
う
か
、
が
問
わ
れ
る
。
つ
ま
り
継
続

す
る
た
め
の
動
機
づ
け
が
必
要
に
な
る
。
環
境
問
題
の
解
決
は
、

自
己
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
人
類
全
体
の
た
め
で
あ
る
が
、
そ

の
意
義
を
訴
え
る
だ
け
で
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ

ば
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
、
行
動
・
実
践
を
継
続
す
る
た
め
の
社
会
的
あ
る
い

は
宗
教
的
な
制
度
が
必
要
に
な
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
環

境
問
題
の
解
決
の
た
め
に
何
か
実
践
す
る
こ
と
が
自
分
に
と
っ

て
何
ら
か
の
利
益
に
な
る
、
何
か
良
い
こ
と
が
期
待
で
き
る
、

そ
う
し
た
も
の
を
社
会
の
中
に
作
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

一
つ
は
、
社
会
の
中
に
制
度
と
し
て
、
そ
れ
を
確
立
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
環
境
問
題
に
貢
献
し
た
場
合

に
は
、
税
金
が
安
く
な
る
と
か
、
あ
る
い
は
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
製

品
を
買
っ
た
場
合
に
は
、
補
助
金
を
出
す
と
い
う
の
も
、
そ
の

例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
環
境
問
題
の
た
め
に
行
動
・
実
践
す

る
人
に
は
、
何
ら
か
の
利
益
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
社
会
的
な
制

度
と
し
て
保
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
策
に
反
映
さ
せ

る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
視
点
は
、
環
境
問
題
の
解
決
の
た
め
に
実
践
す

る
こ
と
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
仏
教
の
教
義
の
上
で
意
義
を
も

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
仏
教
に
は
菩
薩
と
し
て

の
実
践
に
「
六
波
羅
蜜
」
が
あ
る
。「
六
波
羅
蜜
」
は
「
布
施
」「
持

戒
」「
忍
辱
」「
精
進
」「
禅
定
」「
智
慧
」
か
ら
な
る
。「
布
施
」

は
財
施
・
無
畏
施
・
法
施
を
行
う
こ
と
、「
持
戒
」
は
戒
律
を
保
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持
す
る
こ
と
、「
忍
辱
」
は
苦
難
に
耐
え
忍
ぶ
こ
と
、「
精
進
」

は
身
心
を
精
励
し
て
修
行
を
進
修
す
る
こ
と
、「
禅
定
」
は
動
揺

し
な
い
こ
と
、
雰
囲
気
に
流
さ
れ
な
い
こ
と
、
最
後
に
「
智
慧
」

は
真
理
を
見
き
わ
め
、
真
実
の
認
識
力
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
環
境
問
題
の
解
決
の
た
め
の
実
践
と
い
う
観
点
か

ら
考
え
て
み
る
。「
布
施
」
は
、
本
来
、
財
施
・
法
施
・
無
畏
施

を
指
す
。
そ
れ
ぞ
れ
、
財
施
は
金
銭
的
な
布
施
、
法
施
は
法
を

説
く
こ
と
、
無
畏
施
は
人
々
の
恐
怖
心
を
取
り
除
く
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
環
境
問
題
の
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
具
体
的
に

は
環
境
運
動
を
支
え
る
た
め
に
資
金
を
提
供
す
る
こ
と
、
開
発

途
上
国
の
教
育
程
度
の
向
上
の
た
め
に
学
校
を
つ
く
る
こ
と
、

環
境
問
題
の
所
在
や
解
決
へ
の
方
法
を
教
え
る
教
育
、
汚
染
物

質
を
減
ら
す
た
め
の
技
術
提
供
や
開
発
に
貢
献
す
る
こ
と
、
ま

た
い
た
ず
ら
に
環
境
問
題
の
恐
怖
心
を
あ
お
る
の
で
は
な
く
、

的
確
な
知
識
を
提
供
し
、
問
題
解
決
へ
の
道
を
示
す
こ
と
な
ど

が
含
ま
れ
る
。
ま
た
野
生
生
物
の
た
め
に
適
切
な
棲
息
地
を
提

供
す
る
こ
と
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

　
「
持
戒
」
は
、
本
来
仏
教
に
お
け
る
戒
律
、
た
と
え
ば
「
不
殺

生
戒
」「
不
偸
盗
戒
」
を
堅
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
環
境
問
題
の

観
点
か
ら
の
「
持
戒
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
検
討
し

た
よ
う
に
（
17
）、

動
物
や
植
物
の
む
や
み
な
乱
獲
は
不
殺
生
戒
を
犯

す
こ
と
、
ま
た
開
発
や
自
然
破
壊
に
よ
る
野
生
動
植
物
の
棲
息

地
の
破
壊
は
、「
不
偸
盗
戒
」を
犯
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ゆ
え
に
、

こ
う
し
た
行
為
は
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
忍
辱
」「
精
進
」

「
禅
定
」
は
、
環
境
問
題
の
解
決
の
た
め
に
行
動
す
る
上
で
出
く

わ
す
様
々
な
困
難
に
耐
え
る
こ
と
、
そ
し
て
動
揺
し
な
い
で
、

頑
張
っ
て
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。「
智
慧
」
は
、
先
に

述
べ
て
き
た
よ
う
な
「
中
道
」
や
「
縁
起
」
の
智
慧
を
修
得
し
、

仏
教
的
に
正
し
い
環
境
観
、
自
然
観
に
立
っ
た
真
実
の
認
識
力

を
得
る
こ
と
、
あ
る
い
は
解
決
の
た
め
の
方
法
を
考
え
実
践
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
環
境
問
題
の
解
決
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と

は
、
そ
の
ま
ま
仏
教
の
菩
薩
道
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
社
会
的
な
実
践
が
そ
の
ま
ま
で
宗
教
的
な
実
践
と

一
致
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏

教
の
教
義
の
上
で
環
境
問
題
の
解
決
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と

の
意
義
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
行

動
を
宗
教
的
な
意
味
で
の
倫
理
規
範
あ
る
い
は
行
動
規
範
と
し



121

「東洋学術研究」第48巻第１号

環境問題に対する仏教の取り組み

て
い
け
ば
、
さ
ら
に
環
境
問
題
に
対
し
て
仏
教
者
も
進
ん
で
貢

献
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

注（
１
）
山
本
修
一
（
１
９
９
７
）
環
境
思
想
へ
の
仏
教
の
寄
与
、
東
洋

学
術
研
究
、36
─２
、57
─78
、山
本
修
一（
２
０
０
８
）仏
教
の
中

道
論
と
環
境
問
題
、東
洋
学
術
研
究
、47
─１
、１
８
４
─１
９
９
、

Y
am

am
oto,S. (1998 ) C

ontribution of B
uddhism

 to 
E

nvironm
ental T

houghts, The Journal of O
riental 

Studies,8 ,144 -173 .Yam
am

oto S.and K
uw

ahara,V.S.(2008 ) 
The M

iddle-w
ay of B

uddhism
 and Environm

ental Problem
s, 

The Journal of O
riental Studies,18 ,89 -101

を
参
照
。

（
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２
０
０
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境
倫
理

│
持

戒
と
智
慧
の
意
義
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洋
学
術
研
究
、40
─２
、１
３
３
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５
４
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Yam
am

oto,S. (2002 ) Environm
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 : The Significance of K
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W

isdom
, The Journal of O

riental Studies,12 ,137 -155

を
参

照
。

（
３
）
山
本
修
一
（
２
０
０
４
）
地
球
文
明
を
目
指
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：
森
林
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壊

と
仏
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の
文
明
論
、
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洋
学
術
研
究
、
43
─２
、
79
─94
、

Yam
am
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uw

ahara,V.S.(2005 ) D
eforestation and 

C
ivilization: A

 B
uddhist Perspective, The Journal of 

O
riental Studies,15 ,78 -93

を
参
照
。

（
４
）
山
本
修
一
（
２
０
０
０
）
大
乗
仏
教
と
環
境
倫
理
：
唯
識
思
想

を
中
心
と
し
て
、
東
洋
学
術
研
究
、
39
─２
、 

１
２
３
─１
３
７
。 

山
本
修
一
（
２
０
０
５
）
地
球
環
境
と
の
共
生

│
仏
教
に
お

け
る
環
境
教
育
、
東
洋
学
術
研
究
、
44
─
２
、
62
─
69
、

Y
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am
oto,S

. (2001 ) M
ahayana B
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 the Perspective of the 
C

onsciousness-O
nly D

octrine, The Journal of O
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Studies,11 ,167 -180 .Yam
am

oto,S. (2003 ) Environm
ental 
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s and B

uddhist Ethics:From
 the Perspective of the 

C
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nly D
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om
m

unity", K
luw

er A
cadem

ic/
Plenum

 Publishers, N
ew

 York, 239 -257 . Yam
am

oto, S. and 
K

uw
ahara, V

.S. (2006 ) Sym
biosis w

ith the G
lobal 

E
nvironm

ent: B
uddhist Perspective of E

nvironm
ental 

Education, The Journal of O
riental Studies, 16 , 176 -185
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参
照
。

　
（
５
）
前
掲
、
東
洋
学
術
研
究
、
36
─２
、
57
─78
、ibid. The 

Journal of O
riental Studies, 8 , 144 -173

を
参
照
。

　
　
　

縁
起
と
し
て
生
命
を
捉
え
る
ほ
か
に
、「
一
念
三
千
」
と
し
て

生
命
を
捉
え
る
視
点
が
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、「
一
念
」
と
い

う
一
瞬
の
生
命
に
は
三
千
の
世
界
が
あ
る
と
い
う
概
念
で
、
こ

れ
も
生
命
を
捉
え
る
仏
教
の
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
。
三
千
の

世
界
は
、「
地
獄
」
か
ら
「
仏
」
の
十
界
、
そ
れ
ら
が
互
具
し

百
界
、
ま
た
「
十
界
」
の
現
れ
る
原
理
と
し
て
の
「
十
如
」、

現
象
世
界
に
現
れ
て
く
る
も
の
は
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
現
出
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し
て
く
る
と
の
「
三
世
間
」、
こ
れ
ら
を
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と

に
よ
る
「
三
千
世
間
」
か
ら
な
る
。
こ
こ
で
は
生
命
の
違
い
を

捉
え
る
考
え
方
と
し
て
の
「
三
世
間
」
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
。

「
三
世
間
」
の
「
世
間
」
は
、
差
別
の
義
と
あ
る
よ
う
に
、
生

命
が
現
象
と
し
て
現
れ
る
と
こ
ろ
の
違
い
を
表
す
。「
三
世
間
」

は
「
五
陰
世
間
」「
衆
生
世
間
」「
国
土
世
間
」
を
指
す
。
こ
の

う
ち
「
五
陰
世
間
」
は
「
色
受
想
行
識
」
の
「
五
陰
」
の
違
い

を
指
す
。「
色
」は
生
命
を
構
成
す
る
物
理
的
側
面
、「
受
想
行
識
」

は
精
神
的
側
面
を
表
す
。「
受
」
と
は
、
領
納
す
る
、
感
受
す

る
作
用
を
意
味
す
る
。「
想
」
は
想
念
を
起
こ
す
心
的
作
用
で

意
識
作
用
と
い
っ
て
も
よ
い
。「
行
」
は
造
作
す
る
意
味
で
、

心
の
側
面
で
は
意
欲
、
意
志
を
表
し
、
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と

で
あ
る
。「
識
」
は
分
別
、
了
解
す
る
働
き
で
、
総
合
判
断
の

心
的
活
動
を
指
す
。
こ
れ
ら
「
五
陰
」
が
現
象
と
し
て
現
れ
る

生
命
に
あ
っ
て
は
、
仮
和
合
（
仮
に
和
合
）
し
て
い
る
。
そ
れ

が
「
衆
生
世
間
」
と
な
っ
て
現
れ
る
と
捉
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

生
命
の
現
象
と
し
て
現
れ
る
違
い
は
、
こ
の
「
五
陰
」
の
和
合

の
仕
方
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
た
と
え
ば
、
人
間
で
は
そ
れ
が
す
べ
て
顕
在
化
し
て
い
る

け
れ
ど
も
、
非
生
物
で
は
「
色
」
の
み
あ
っ
て
、
他
は
潜
在
化

し
て
い
る
。
そ
れ
が
植
物
に
な
れ
ば
い
く
ら
か
の
心
的
作
用
が

顕
在
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
仏
教
の
捉
え
る
生
命

の
違
い
で
あ
る
。

（
６
）
前
掲
、
東
洋
学
術
研
究
、
36
─２
、 

57
─78
、 ibid. The Journal of 
O

riental Studies,8 ,144

─173

を
参
照
。

　
　
　

中
国
お
よ
び
日
本
仏
教
に
は
「
山
川
草
木
悉
皆
成
仏
」、「
山

川
草
木
悉
有
仏
性
」
あ
る
い
は
簡
単
に
「
草
木
成
仏
」
と
も
い

わ
れ
る
考
え
方
が
あ
る
。
こ
の
思
想
は
、
中
国
と
日
本
の
照
葉

樹
林
文
明
の
中
で
は
ぐ
く
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
豊
か
な

自
然
に
囲
ま
れ
て
き
た
こ
と
の
思
想
的
表
現
と
も
い
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
人
間
、
動
物
だ
け
で
な
く
、
植
物
や
山
や
川
と
い

っ
た
非
生
物
さ
え
も
仏
性
を
も
っ
て
お
り
、
悉
く
皆
仏
に
な
り

得
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
仏
性
は
命
の
中
で
最
も
尊
厳
な
る

も
の
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
生
物
も
非
生
物

も
尊
厳
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
７
）
前
掲
、
東
洋
学
術
研
究
、
36
─２
、
57
─78
、ibid. The Journal 

of O
riental Studies,8 ,144

─173

を
参
照
。

（
８
）
前
掲
、
東
洋
学
術
研
究
、
36
─２
、
57
─78
、 

東
洋
学
術
研
究
、

39
─２
、
１
２
３
─１
３
７
、ibid. The Journal of O

riental 
Studies,8 ,144

─173 . The Journal of O
riental Studies,11 ,167

─

180 . ibid." Psychology and Buddhism
: From

 Individual to 
G

lobal C
om

m
unity",239

─257 . 

　
　
　

仏
教
心
理
学
す
な
わ
ち
唯
識
論
で
は
、
五
識
（
人
間
の
感
覚

器
官
と
し
て
の
眼
識
、
耳
識
、
鼻
識
、
舌
識
、
身
識
）、
第
六

識
（
意
識
）
の
深
層
に
第
七
識
（
末
那
識
）、
第
八
識
（
阿
頼

耶
識
）、
さ
ら
に
天
台
で
は
第
九
識
（
根
本
清
浄
識
）
の
無
意

識
の
領
域
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
末
那

識
は
、
深
層
心
理
学
の
個
人
的
無
意
識
層
に
相
当
し
、
フ
ロ
イ

ト
の
性
の
衝
動
を
含
み
、
生
誕
以
来
意
識
的
自
我
に
よ
っ
て
抑

圧
さ
れ
た
衝
動
、
情
念
の
塊
を
さ
し
、
煩
悩
（
貪
欲
、
瞋
恚
、
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愚
癡
あ
る
い
は
貪
﹇
む
さ
ぼ
り
﹈、瞋
﹇
い
か
り
﹈、癡
﹇
お
ろ
か
﹈、

慢
﹇
ま
ん
し
ん
﹈、
疑
﹇
う
た
が
い
﹈）
を
意
味
す
る
。
阿
頼
耶

識
は
末
那
識
の
さ
ら
に
深
層
に
位
置
し
、
ソ
ン
デ
ィ
の
い
う
家

族
的
無
意
識
層
、
さ
ら
に
ユ
ン
グ
の
い
う
集
合
的
無
意
識
層
を

含
む
過
去
以
来
の
善
悪
の
業
、
す
な
わ
ち
潜
在
的
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
も
い
う
べ
き
も
の
が
充
満
し
て
い
る
。
悪
業
は
染
法
と
な
り
、

無
明
と
い
う
生
命
破
壊
の
力
を
引
き
起
こ
し
、
善
業
は
浄
法
と

し
て
慈
悲
の
生
命
創
造
の
力
を
涌
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
９
）『
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
』
巻
第
33
、
大
正
新
脩
大
藏
經
29
巻
、

５
２
９
頁
下

（
10
）
川
上
紳
一
『
生
命
と
地
球
の
共
進
化
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

２
０
０
０

（
11
）
ロ
デ
リ
ッ
ク
・
Ｆ
・ 

ナ
ッ
シ
ュ
『
自
然
の
権
利

│
環
境
倫
理

の
文
明
史
』
松
野
弘
訳
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
１
９
９
３
に

よ
れ
ば
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
（
１
８
７
５
│
１

９
６
５
）
は
今
世
紀
の
初
頭
『
生
命
へ
の
畏
敬
』
と
し
て
、
倫

理
は
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ
の
、
無
限
に
拡
大
さ
れ
た
責

任
の
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
の
生
き
方
は
そ
の
倫

理
に
徹
し
た
も
の
で
、「
木
の
葉
を
木
か
ら
も
ぎ
取
ら
ず
、
一

本
の
花
を
手
折
ら
ず
、
歩
く
と
き
は
ど
ん
な
虫
も
つ
ぶ
さ
な
い

よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
る
」
と
述
べ
、
個
々
の
生
命
に
対
す
る

倫
理
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

（
12
）
ア
ル
ド
・
レ
オ
ポ
ル
ド
『
野
生
の
う
た
が
聞
こ
え
る
』
新
島
義

昭
訳
、
森
林
書
房
、
１
９
８
６

　
　
　

レ
オ
ポ
ル
ド
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
環
境
保
護
運
動
の
思

想
的
な
先
駆
者
と
し
て
大
き
な
影
響
を
も
っ
た
人
で
あ
る
。
彼

は
、「
土
地
倫
理
」
と
し
て
、「
対
自
然
に
関
す
る
人
間
の
倫
理

の
拡
大
は
、
も
し
も
進
化
を
正
し
く
理
解
す
れ
ば
、
エ
コ
ロ
ジ

カ
ル
な
必
然
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、「
土
地
と
、
土
地
に
生
育

す
る
動
植
物
と
の
、
人
間
の
関
係
を
扱
う
倫
理
」
を
提
唱
し
た
。

彼
は
人
間
、
動
物
、
植
物
、
土
地
は
一
つ
の
共
同
体
を
構
成
し

て
お
り
、「
不
可
分
の
も
の
は
す
べ
て
生
き
物
」
と
し
て
扱
っ

て
い
る
。彼
の
思
想
に
は
今
日
の
生
態
学
的
な「
相
互
依
存
」
と

い
う
考
え
方
が
入
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
不
可
分
の
も
の

は
す
べ
て
生
き
物
」で
あ
り
、そ
の
中
に
は
土
地
を
含
む
。
そ
し

て
そ
の
共
同
体
の
維
持
に
貢
献
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
価
値
を

有
す
る
と
い
う
基
本
思
想
に
基
づ
い
た
倫
理
を
主
張
す
る
。

（
13
）
前
掲
、
東
洋
学
術
研
究
、
47
─１
、
１
８
４
─１
９
９
、ibid. The 

Journal of O
riental Studies,18 , 89

─101 .

（
14
）
前
掲
、
東
洋
学
術
研
究
、
36
─２
、
57
─78
、ibid. The Journal 

of O
riental Studies,8 ,144

─173 .

（
15
）『
仏
垂
般
涅
槃
略
説
教
誡
経
』（
仏
遺
教
経
）、
大
正
新
脩
大
藏

經
12
巻
、
１
１
１
１
頁
下

（
16
）
Ｋ
・
Ｓ
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
＝
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
編
、『
環
境
の
倫

理　

上
』、
晃
洋
書
房
、
１
９
９
３

（
17
）
前
掲
、
東
洋
学
術
研
究
、
40
─２
、
１
３
３
─１
５
４　

ibid. The 
Journal of O

riental Studies, 12 ,137 -155 .

（
や
ま
も
と　

し
ゅ
う
い
ち
／
創
価
大
学
教
授
・

東
洋
哲
学
研
究
所
主
任
研
究
員
）


